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三

相
当
性
理
論
か
ら
現
実
的
悪
意
の
法
理
へ

２

現
実
的
悪
意
の
法
理
導
入
の
可
能
性

（
１
）
表
現
の
自
由
に
配
慮
し
た
定
義
づ
け
衡
量

そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
い
て
名
誉
毀
損
法
理
を
議
論
す
る
際
、
憲
法
の
存
在
を
き
ち
ん
と
意
識
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
、
こ
れ
ま
で
の
民
事
名
誉
毀
損
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
を
横
滑
り
さ
せ
て
当
て
は
め
て
き
た
だ
け
で
あ
り
、
表

現
者
に
立
証
責
任
が
常
に
か
か
る
仕
組
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
判
例
の

枠
組
に
、
例
え
ば
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
組
み
込
ん
で
立
証
責
任
を
原
告
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
は
、
民
事
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
成
り

立
ち
う
る
か
ら
、
今
ま
で
の
構
図
を
根
本
的
に
転
換
す
る
手
が
か
り
と
し
て
同
法
理
の
採
用
を
憲
法
的
観
点
か
ら
検
討
で
き
な
い
か
と

提
案
す
る
。
そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
限
度
は
何
か
と
い
う
判
定
枠
組
に
ま
で
立
ち
返
っ
て

考
察
す
る
と
、
名
誉
毀
損
的
表
現
の
規
制
の
合
憲
性
は
学
説
上
、「
定
義
づ
け
衡
量
（definitional

balancing

）」
に
よ
っ
て
判
断
す
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
表
現
の
自
由
に
萎
縮
効
果
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
表
現
が
制
約
さ
れ
る
要
件
を
精
密

に
画
定
す
る
こ
の
手
法
は
、
名
誉
毀
損
的
表
現
に
で
き
る
か
ぎ
り
憲
法
の
保
障
を
及
ぼ
す
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

表
現
の
自
由
に
配
慮
し
た
定
義
づ
け
衡
量
と
い
う
観
点
か
ら
判
例
を
振
り
返
る
と
、
最
高
裁
は
、
意
識
的
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、

戦
後
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
そ
の
趣
旨
を
用
い
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
新
聞
記
者
の
取
材
行
為
の
可
罰
性

が
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
八
年
の
外
務
省
秘
密
電
文
漏
洩
事
件
で
最
高
裁
は
、
公
務
員
の
守
秘
義
務
を
保
護
す
る
利
益
と
の
対
比
に
お

い
て
「
そ
そ
の
か
し
」
を
原
審
が
示
し
た
よ
う
に
二
つ
の
類
型
に
分
け
、
一
方
は
保
護
さ
れ
る
が
他
方
は
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
判
断

を
示
し
て
お
り
、
明
示
的
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
判
断
を
分
析
す
る
と
定
義
づ
け
衡
量
を
採
用
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
８７

（

）
８８

（

）
８９

（

）
９０

（

）
９１

（

）
９２

（

）
９３
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ま
た
、
一
九
五
四
年
の
新
潟
県
公
安
条
例
事
件
、
一
九
五
七
年
の
チ
ャ
タ
レ
ー
事
件
な
ど
の
判
決
は
、
実
質
的
に
は
規
制
で
き
る
表
現

行
為
か
規
制
で
き
な
い
表
現
行
為
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
行
為
類
型
ご
と
に
憲
法
的
価
値
の
観
点
か
ら
の
衡
量
に
よ
っ
て

画
定
す
る
努
力
を
な
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
の
『
四
畳
半
襖
の
下
張
』
事
件
で
は
、
猥
褻
性
の
判

断
基
準
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
定
義
づ
け
衡
量
の
具
体
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
原
審
判
決
の
い
う
基
準
を
、
か
な
り
採
り
入
れ
て

判
断
し
た
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

元
来
、
相
当
性
理
論
の
前
提
と
な
る
刑
法
二
三
〇
条
の
二
自
体
が
、
名
誉
権
と
表
現
の
自
由
を
類
型
的
に
衡
量
し
て
、
そ
の
調
整
を

企
図
し
、
定
義
づ
け
衡
量
の
考
え
方
を
法
文
に
具
体
化
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
相
当
性
理
論
を
導
入
し
た
『
夕

刊
和
歌
山
時
事
』
判
決
は
定
義
づ
け
衡
量
を
明
確
に
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
現
実
的
悪
意
の
法
理
は
、
表
現
の
自
由
に
配
慮
し
た
定

義
づ
け
衡
量
を
、
よ
り
一
層
明
確
化
し
た
言
論
保
護
的
基
準
で
あ
る
。
こ
の
法
理
及
び
前
述
し
た
最
高
裁
判
例
は
、
定
義
づ
け
衡
量
の

趣
旨
を
採
り
入
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
点
で
、
根
底
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
２
）
現
実
的
悪
意
の
法
理
導
入
枠
組
の
検
討

⒜

喜
田
村
説

で
は
、
定
義
づ
け
衡
量
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
日
本
に
も
導
入
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
喜
田
村
洋
一
弁
護
士
の
見
解
が
注
目
さ
れ
る
。
喜
田
村
説
は
、
公
人
／
私
人
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
二
分

法
と
は
対
照
的
に
、
日
本
で
は
原
告
の
属
性
を
考
慮
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
名
誉
毀
損
事
件
が
同
一
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
公
人
よ
り
名

誉
権
保
護
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
私
人
が
名
誉
毀
損
の
被
害
者
で
あ
る
と
裁
判
所
に
強
く
意
識
さ
れ
ず
に
不
利
益
を
受
け
る
な
ど
、「
私

人
を
犠
牲
に
し
て
、
公
人
を
保
護
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
分
析
し
、
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
責
任
を
メ
デ
ィ
ア
に
負
わ
す
の

は
「
報
道
を
犠
牲
に
し
て
公
人
を
不
当
に
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
ま
ず
公
共
性
を
検
討
し
、
公
的
議

論
に
関
与
し
て
い
る
公
人
に
対
す
る
批
判
的
報
道
は
自
由
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、「
全
面
的
公
的
人
物
（general

public

（

）
９４

（

）
９５

（

）
９６

（

）
９７

（

）
９８

（

）
９９

（

）
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１０１
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figure

）」
又
は
「
限
定
的
公
的
人
物
（lim

ited
public

figure

）」
が
原
告
に
な
る
名
誉
毀
損
訴
訟
で
は
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
に
お
い

て
公
人
原
告
が
現
実
的
悪
意
の
証
明
責
任
を
負
う
の
と
同
様
に
、
公
益
性
及
び
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
責
任
を
公
人
原
告
に
転
換
す

る
べ
き
で
あ
る
、
と
提
案
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
見
解
は
、
原
告
が
公
人
で
あ
る
か
ど
う
か
で
名
誉
毀
損
訴
訟
を
類
型
化
す
れ
ば
、
そ

れ
に
応
じ
て
証
明
の
範
囲
や
証
明
責
任
を
調
整
す
る
こ
と
で
裁
判
の
結
論
が
予
測
し
や
す
く
な
り
、
裁
判
前
の
交
渉
に
よ
る
解
決
を
促

進
し
、
公
人
側
も
民
事
訴
訟
法
の
当
事
者
照
会
制
度
を
活
用
し
て
証
拠
開
示
を
求
め
る
こ
と
で
メ
デ
ィ
ア
に
対
抗
し
う
る
、
と
説
く
。

こ
の
よ
う
に
、
公
人
の
名
誉
毀
損
訴
訟
に
お
い
て
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
参
照
し
、
公
益
性
及
び
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
責
任
を

原
告
に
転
換
す
る
と
い
う
提
案
は
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
一
定
の
評
価
が
で
き
る
。
公
共
性
の
要
件
に
お
い
て
公
人
か

否
か
を
判
断
し
、
原
告
の
類
型
に
よ
っ
て
裁
判
の
勝
敗
を
予
測
し
や
す
く
す
る
こ
と
は
萎
縮
効
果
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
証
責
任
の
転
換
を
図
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
概
念
の
不
明
確
な
相
当
性
理
論
の
枠
組
か
ら
抜
け
出
て
い
な

い
と
指
摘
し
う
る
。
た
と
え
証
明
責
任
の
所
在
を
変
え
た
と
し
て
も
、
訴
訟
に
お
い
て
原
告
に
要
求
さ
れ
る
証
明
の
程
度
を
裁
判
官
が

事
実
上
低
く
す
れ
ば
、
被
告
に
「
相
当
の
理
由
」
が
な
い
こ
と
の
証
明
が
容
易
に
な
り
、
結
局
、
メ
デ
ィ
ア
の
免
責
範
囲
が
広
が
ら
な

い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
相
当
性
理
論
の
問
題
点
を
漸
進
的
に
修
正
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
傾
聴
に
値
す
る
が
、
そ
の
枠
組
を
変
更

す
る
こ
と
な
く
、
予
測
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
点
を
克
服
で
き
る
か
に
つ
い
て
疑
問
を
拭
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

⒝

「
強
い
公
共
性
」
の
視
座

そ
こ
で
、
判
例
の
名
誉
毀
損
法
理
を
分
析
す
る
と
、
や
は
り
、
問
題
と
な
る
事
項
が
強
く
保
護
さ

れ
る
べ
き
程
度
の
公
共
性
を
有
す
る
事
項
か
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
は
い
え
な
い
程
度
の
公
共
性
を
有
す
る
事
項
な
の

か
、
を
明
確
に
区
別
し
、「
強
い
公
共
性
」
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
表
現
を
特
に
強
く
保
護
す
る
と
い
う
「
視
座
」
が
意
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
公
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
を
特
に
保
障
す
る
視
座

が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
のT

im
es

判
決
で
は
、
公
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
は
憲
法
修
正
第
一
条
に
よ
っ

（

）
１０４

（

）
１０５
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て
保
障
さ
れ
、
自
由
な
政
治
的
討
論
の
機
会
を
維
持
す
る
と
い
う
大
原
則
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
が
公
的
人
物
の
功
罪
や
行

動
を
報
道
す
る
自
由
を
行
使
し
て
き
た
よ
う
に
、
公
職
者
の
職
務
行
為
に
つ
い
て
自
由
に
公
的
議
論
す
る
権
利
は
ア
メ
リ
カ
の
基
本
原

理
で
あ
り
、
政
府
や
公
職
者
に
対
す
る
批
判
を
保
護
す
る
こ
と
は
修
正
第
一
条
の
中
核
的
意
味
で
あ
っ
て
、
政
府
批
判
が
表
現
の
自
由

の
核
心
部
分
で
あ
る
と
宣
言
し
、
強
い
公
共
性
を
有
す
る
政
治
的
な
表
現
を
特
に
手
厚
く
保
障
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
判
例
法
理
は
時
折
、「
公
共
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
」
と
強
調
し
な
が
ら
も
、T

im
es

判
決
の
よ
う
に

公
的
事
項
に
関
す
る
議
論
に
焦
点
を
当
て
て
深
く
考
察
す
る
こ
と
は
せ
ず
、「
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
」
に
当
た
る
か
否
か
を
検

討
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
最
高
裁
は
、
公
共
性
の
要
件
に
つ
い
て
「
摘
示
さ
れ
た
事
実
自
体
の
内

容
・
性
質
に
照
ら
し
て
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
」
と
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
政
党
間
の
批
判
・
論
評
は
公
共
性
の
極
め
て
強
い
事

項
に
当
た
る
と
判
示
し
た
り
、
国
会
議
員
及
び
そ
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
否
の
判
断
に
は
ほ
と
ん
ど
全
人
格
的
な
判
断
を
必

要
と
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
公
共
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
は
、
特
に
重
要
な
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
か
か
る
趣
旨
を
含
む
」
と
高
ら
か
に
謳

い
な
が
ら
も
、
公
職
者
、
特
に
政
治
家
に
対
す
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
報
道
の
自
由
を
広
く
認
め
る
の
が
裁
判
例
で
あ
る
と
は
言
い
が

た
く
、
事
実
の
公
共
性
が
強
い
か
ど
う
か
と
い
う
「
公
共
性
の
程
度
」
に
は
余
り
関
心
を
払
わ
な
い
ま
ま
、
結
局
、
名
誉
権
と
表
現
の

自
由
の
調
整
は
相
当
性
理
論
に
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
来
、
表
現
の
自
由
は
、
民
主
政
過
程
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
民
主
政
に
お
い
て
「
公
的
事
項
」
に
関

す
る
議
論
が
自
由
か
つ
活
発
に
な
さ
れ
る
た
め
に
、
公
的
事
項
に
関
す
る
議
論
を
そ
れ
以
外
の
議
論
と
意
識
的
に
区
別
し
た
上
で
、
さ

ら
に
問
題
の
公
的
事
項
が
強
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
程
度
の
公
共
性
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
強
い
公
共
性
を
有
す
る
事
項

は
、
憲
法
に
よ
っ
て
よ
り
手
厚
く
保
障
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
強
い
公
共
性
と
は
、
例
え
ば
政
治
家
の
不
正
行
為
が
典
型
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で
あ
る
が
、
佐
藤
教
授
が
「
統
治
過
程
に
直
接
か
か
わ
る
事
柄
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
の
政
策
決
定
過
程
に
関
わ
る
公
職
者
の
行

為
な
ど
、
民
主
主
義
国
家
の
主
権
者
た
る
国
民
が
強
い
関
心
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
公
共
性
を
い
う
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
強
い
公
共
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
問
題
と
な
る
事
項
の
公
共
性
の
程
度
を
明
確
な
形
で
は
意
識
し
な
い
相
当
性
理

論
は
、
公
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
面
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
人
の
職
務

行
為
に
関
す
る
事
項
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
強
い
公
共
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
喜
田
村
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
公
人
に
対
す
る

批
判
的
報
道
は
自
由
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
公
人
の
名
誉
を
保
護
す
る
程
度
は
弱
く
な
り
、
そ
の
分
だ
け
表
現
の
自
由

の
要
請
が
大
き
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
国
民
の
監
視
を
受
け
る
こ
と
が
公
人
の
社
会
的
責
任
と
も
言
え
、

公
人
は
名
誉
毀
損
訴
訟
で
立
証
責
任
の
負
担
を
甘
受
す
べ
き
積
極
的
理
由
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。
公
人
に
は
、
私
人
と
は
違
っ
て
、

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
一
定
の
反
論
能
力
が
あ
り
、
自
力
救
済
の
可
能
性
は
大
き
い
。
ま
さ
に
強
い
公
共
性
を
有
す
る
公
人
に
つ
い
て
、

そ
の
名
誉
権
を
相
当
性
理
論
に
よ
っ
て
、
私
人
と
ほ
ぼ
同
様
に
手
厚
く
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
少
な
く
と
も

公
人
に
関
す
る
言
論
に
は
、
問
題
の
あ
る
相
当
性
理
論
よ
り
も
言
論
保
護
的
な
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

⒞

日
本
の
判
例
法
理
へ
の
組
み
入
れ
方

そ
れ
で
は
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
日
本
の
判
例
法
理
に
組
み

入
れ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

判
例
の
名
誉
毀
損
免
責
法
理
を
見
る
と
、
事
実
の
公
共
性
の
要
件
は
、「
摘
示
さ
れ
た
事
実
自
体
の
内
容
・
性
質
に
照
ら
し
て
客
観

的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
、
目
的
の
公
益
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、「
摘
示
す
る
際
の
表
現
方
法
や
事
実
調
査
の
程
度
な
ど
は
、

…
…
公
益
目
的
の
有
無
の
認
定
等
に
関
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
『
月
刊
ペ
ン
』
事
件
最
高
裁
判
決
は
、

学
説
上
、
公
共
性
の
要
件
と
し
ば
し
ば
「
連
動
」
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
公
益
性
の
要
件
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
摘
示
方
法

と
並
ん
で
「
事
実
調
査
の
程
度
」
を
重
視
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
免
責
三
要
件
の
う
ち
公
益
性
の
要
件
は
、
余
り
着
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目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
近
時
の
美
容
整
形
論
争
事
件
東
京
地
裁
判
決
は
、
こ
の
「
公
益
を
図
る
目
的
」
の
内
容
を

正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
発
言
の
動
機
等
の
主
観
的
関
係
の
み
な
ら
ず
、
表
現
方
法
の
相
当
性
や
根
拠
と
な
る
裏
付
資
料
の
有
無
等
の
客

観
的
関
係
を
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
で
、
客
観
的
関
係
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
公
益
目
的
性
を
否
定
し
た
。
こ
れ
は
、

「
事
実
調
査
の
程
度
」
を
検
討
す
る
客
観
的
な
要
素
と
し
て
「
根
拠
と
な
る
裏
付
資
料
の
有
無
」
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
後
、

公
益
目
的
の
判
断
基
準
と
し
て
、
客
観
的
関
係
を
独
立
し
て
検
討
す
る
裁
判
例
が
続
く
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
益
性
の
有
無

を
判
断
す
る
際
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
根
拠
と
な
る
裏
付
資
料
を
得
る
な
ど
、
正
確
な
事
実
を
追
究
す
る
取
材
を
ど
れ
だ
け
し
た
か
、
が

焦
点
の
一
つ
と
な
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
が
正
確
な
事
実
を
追
究
せ
ず
、
真
偽
に
つ
い
て
御
座
な
り
の
取
材
に
終
始
し
た
な
ら
ば
、
真
実
の

伝
達
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
「
使
命
」
を
忘
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
さ
に
公
益
目
的
の
存
在
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

思
う
に
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
趣
旨
は
、
報
道
内
容
が
虚
偽
と
知
っ
て
い
て
、
あ
る
い
は
虚
偽
か
否
か
を
無
謀
に
も
無
視
し
て
な

さ
れ
た
、
例
外
的
な
場
合
を
除
く
表
現
が
保
護
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
虚
偽
に
つ
い
て
の
「
故
意
又
は
重
過
失
」
と
も
い
う
べ

き
現
実
的
悪
意
は
、
ま
さ
に
裏
付
資
料
を
得
る
な
ど
正
確
な
事
実
を
追
究
し
な
い
メ
デ
ィ
ア
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
目
的
の
公

益
性
を
否
定
す
る
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
り
う
る
。
確
か
に
、
現
実
的
悪
意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
論
理
必
然
と
し
て
公
益
目
的
が

否
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
公
益
を
図
る
た
め
で
も
虚
偽
か
否
か
を
無
視
し
て
報
道
す
る
こ
と
は
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
が
公
益
を
図
る
目
的
が
あ
る
と
強
弁
し
て
も
、
報
道
内
容
に
つ
い
て
間
違
い
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
て
、
あ

る
い
は
間
違
い
か
ど
う
か
確
認
し
よ
う
と
も
せ
ず
報
じ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
表
現
の
自
由
を
主
張
す
る
資
格
を
欠
き
、
目
的
の
公
益

性
の
要
件
は
充
た
さ
な
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
極
め
て
稀
に
公
益
目
的
と
現
実
的
悪
意
の
並
存
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
し
て
も
、
表
現
の
自
由
保
障
の
観
点
か
ら
、
現
実
的
悪
意
が
あ
る
場
合
に
は
公
益
目
的
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ

れ
る
。
公
益
目
的
は
名
誉
毀
損
を
免
責
さ
せ
る
プ
ラ
ス
の
要
件
で
あ
り
、
現
実
的
悪
意
は
免
責
さ
せ
な
い
マ
イ
ナ
ス
の
要
件
で
あ
る
が
、
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名
誉
毀
損
の
判
例
法
理
を
よ
り
明
確
に
し
て
予
測
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
、
強
い
公
共
性
を
有
す
る
事
項
に
関
す
る
表
現
に
つ
い
て

は
、
こ
の
二
つ
の
要
件
を
入
れ
替
え
う
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
目
的
の
公
益
性
に
つ
い
て
「
そ
の
要
件
が
明
確
な
基
準
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
表
現
の
自
由
の
保
障
に
対

す
る
歯
止
め
と
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
最
高
裁
裁
判
官
意
見
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
「
不
確
定
な
要
件
」
で
あ
る
公
益
性
の
要

件
に
代
え
て
、
強
い
公
共
性
を
有
す
る
公
人
に
関
す
る
言
論
に
は
現
実
的
悪
意
を
要
件
と
し
、
後
述
す
る
公
人
類
型
を
再
構
成
し
て
一

部
の
公
人
に
事
実
の
公
共
性
の
要
件
が
認
定
さ
れ
、
原
告
の
公
人
が
メ
デ
ィ
ア
の
現
実
的
悪
意
を
立
証
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
真
実

性
・
相
当
性
の
要
件
は
審
理
す
る
こ
と
な
く
被
告
が
勝
訴
す
る
と
い
う
相
当
性
理
論
よ
り
も
明
確
な
定
義
づ
け
衡
量
の
枠
組
を
提
案
し

た
い
。
事
実
の
公
共
性
は
、
裁
判
所
が
客
観
的
な
立
場
か
ら
原
告
の
公
共
性
の
根
拠
を
検
討
し
て
公
人
か
否
か
を
判
断
し
、
現
実
的
悪

意
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
原
則
通
り
に
、
原
告
の
公
人
側
が
立
証
責
任
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
判
例
枠
組
を
前
提
に
し
て
も
、「
公
人
」
に
つ
い
て
は
公
共
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
根
拠
を
個
別
に
検
討
し
、
こ
の
根
拠
に
関
わ

る
限
り
に
お
い
て
の
み
名
誉
の
保
護
範
囲
が
狭
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
公
人
に
関
す
る
名
誉
毀
損
と
い
う
一
定
の
表
現
類
型
に

つ
い
て
は
、
相
当
性
理
論
よ
り
も
明
確
な
定
義
づ
け
衡
量
と
し
て
、
現
実
的
悪
意
が
あ
る
場
合
だ
け
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解

す
れ
ば
、
現
実
的
悪
意
を
基
礎
と
し
な
い
名
誉
毀
損
的
表
現
は
、
憲
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
公
人

の
名
誉
の
保
護
範
囲
が
狭
く
な
る
、
表
現
の
自
由
に
配
慮
し
た
定
義
づ
け
衡
量
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
趣
旨

を
日
本
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
相
当
性
理
論
を
確
立
し
て
い
る
最
高
裁
の
判
例
法
理
の
趣
旨
に
も
適
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
３
）
批
判
及
び
反
論

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
事
実
上
、
書
き
放
題
と
な
り
、「
言
論
の
暴
力
」
を
野
放
し
状
態
に
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
は
、
民
主
主
義
の
根
底
を
な
す
も
の
と
し
て
憲
法
上
優
越
的
保
障
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
過
保
護
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（over
protection

）
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
表
現
の
自
由
は
民
主
政
過
程
に
不
可
欠
の
権
利
で
あ
る
が
故
に
、

本
来
保
護
に
値
す
る
表
現
だ
け
を
保
護
し
て
い
た
の
で
は
、
限
界
線
上
の
事
例
で
は
危
な
い
橋
を
渡
る
よ
り
沈
黙
を
選
ぶ
恐
れ
が
あ
り
、

本
来
保
護
に
値
す
る
表
現
さ
え
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
本
当
に
価
値
の
あ
る
表
現
を
保
護
す
る
た
め
に
は
「
緩
衝
地
帯
」

を
設
け
て
、
本
来
な
ら
保
護
に
値
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
表
現
を
も
一
定
程
度
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

現
実
的
悪
意
の
法
理
に
対
し
て
は
、
前
述
の
通
り
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
他
の
判
例
法
理

で
な
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、「
現
実
的
悪
意
」
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
、
判
例
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
解
決
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
は
、
表
現
者
の
「
主
観
」
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
も
あ
り
う
る
が
、
前
に
述

べ
た
よ
う
に
、
裏
付
資
料
を
得
る
な
ど
正
確
な
事
実
を
追
究
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
取
材
過
程
な
ど
「
客
観
」
的
な
面
か

ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、「
実
定
法
上
の
根
拠
を
欠
く
」
と
い
う
批
判
に
は
、
刑
法
や
民
法
な
ど
法
律
レ
ベ
ル
で
は
明

文
規
定
を
欠
く
が
、
憲
法
二
一
条
こ
そ
が
「
実
定
法
上
の
根
拠
」
だ
と
反
論
し
う
る
。
相
当
性
理
論
を
導
入
し
た
『
夕
刊
和
歌
山
時
事
』

事
件
最
高
裁
判
決
自
体
、
法
文
上
は
真
実
証
明
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
に
「
相
当
の
理
由
」
で
足
り
る
と
し
て
お
り
、
法
律
に
明
文
規

定
が
な
い
場
合
で
も
憲
法
の
趣
旨
か
ら
、
判
例
に
よ
っ
て
新
た
な
法
理
を
導
入
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
現
状
に
つ
い
て
、
山
川
洋
一
郎
弁
護
士
は
、「
公
務
員
や
政
治
権
力
者
の
非
行
な
ど
を
調
査
報
道
で
書

い
て
、
名
誉
棄
損
で
厳
し
く
争
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
件
が
な
い
」
と
評
す
る
。
日
本
新
聞
協
会
の
新
聞
法
制
研
究
会
も
、「
わ
が
国
の

マ
マ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
政
治
家
の
私
行
の
報
道
に
自
制
的
で
あ
る
が
、
そ
の
体
質
に
つ
い
て
は
反
省
と
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
と
す

る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
捜
査
当
局
の
発
表
に
依
拠
し
た
報
道
で
は
比
較
的
容
易
に
免
責
す
る
の
に
対
し
、
公
人
批
判
の
報
道
は
公
式
捜

査
開
始
前
の
疑
惑
段
階
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
取
材
源
秘
匿
の
原
則
か
ら
メ
デ
ィ
ア
側
が
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
に
行
き

詰
ま
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、「
私
人
よ
り
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
人
ほ
ど
批
判
を
免
れ
や
す
い
逆
転
現
象
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が
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
に
萎
縮
効
果
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
、
民
主
政
に
不
可
欠
な
表
現
の
自
由
を
実
効
的

に
息
づ
か
せ
る
た
め
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
導
入
が
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
法
理
を
採
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
よ
り
明

確
に
類
型
的
検
討
が
で
き
る
か
ら
、
あ
て
は
め
が
細
か
く
な
り
、
対
象
は
ど
う
い
う
立
場
の
「
公
人
」
な
の
か
、
メ
デ
ィ
ア
の
「
意
図
」

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
程
度
の
取
材
過
程
を
ふ
ま
え
「
真
実
性
」
を
い
わ
ば
手
続
き
的
に
担
保
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
事
案
ご
と
の
特
徴
を
衡
量
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
実
的
悪
意
の
立
証
責
任
を
原
告
側
に
負
担
さ
せ
る
と
、
原
告
は
ア
メ
リ
カ
と
同
様
、
被
告
の
執
筆
・
編
集
当
時
の
心
理
状
態
に
関

す
る
質
問
や
、
特
別
の
証
拠
開
示
手
続
に
よ
る
執
筆
・
編
集
過
程
の
開
示
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
し
、
報

道
機
関
側
の
メ
モ
類
に
対
し
、
裁
判
所
か
ら
し
ば
し
ば
証
拠
提
出
命
令
（
も
ち
ろ
ん
コ
ピ
ー
の
黒
塗
り
な
ど
取
材
源
を
秘
匿
す
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
）
が
出
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
現
行
制
度
で
も
、
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
責
任
は

メ
デ
ィ
ア
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
調
査
、
裁
判
で
の
主
張
や
弁
解
は
避
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
「
弊
害
」
に
目
を
向
け

る
よ
り
も
、
立
証
責
任
の
転
換
を
図
っ
た
う
え
で
、
取
材
対
象
の
一
方
の
言
い
分
の
み
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
な
い
か
、
証
言
だ
け
で
な

く
「
物
証
」
に
相
当
す
る
外
形
的
事
実
の
収
集
に
努
め
た
か
な
ど
、
取
材
・
編
集
過
程
に
お
け
る
時
間
的
制
限
の
枠
の
中
で
十
分
か
つ

適
切
な
取
材
を
し
た
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
「
手
続
き
の
適
正
」
を
問
う
ほ
う
が
、
よ
り
表
現
の
自
由
保
障
に
つ
な
が
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
手
続
き
の
適
正
」
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
名
誉
毀
損
の
結
果
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
、
表
現
の
自
由
を
手
厚

く
保
障
す
る
方
策
を
検
討
す
べ
き
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
結
果
責
任
を
問
う
こ
と
よ
り
も
「
過
程
・
手
続
き

統
制
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
こ
う
し
た
取
材
・
編
集
段
階
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当

と
言
い
う
る
取
材
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
手
続
き
の
適
正
」
さ
え
踏
ま
え
て
い
れ
ば
名
誉
毀
損
責
任
を
問
わ
れ
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば

「
プ
ロ
セ
ス
的
名
誉
毀
損
法
理
」
が
求
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
手
続
き
の
適
正
」
の
認
定
に
は
、
時
間
的
制
限
が
あ
る
中
で
十
分
か
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つ
適
切
な
取
材
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
係
者
が
否
定
し
て
い
る
の
に
本
人
へ
の
直
接
取
材
を
怠
っ
た
り
、
ま
ず
結
論
あ
り
き
で

裏
付
も
取
ら
ず
大
半
の
取
材
を
終
え
、
締
め
切
り
間
際
に
形
だ
け
本
人
の
コ
メ
ン
ト
を
取
る
と
い
っ
た
手
法
で
は
、「
手
続
き
の
適
正
」

を
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
は
立
証
責
任
の
転
換
が
図
ら
れ
る
代
わ
り
に
、「
自
己
規
律
」
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
民

の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
た
め
「
公
人
」
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
を
強
め
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
公
人
に
対
す
る
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
焦
点
を
絞
り
、
よ
り
実
効
的
な
名
誉
権
と
表
現
の
自
由
と
の
調
整
を
考
察
す
る
。

四

公
人
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

１

公
人
の
名
誉
権

（
１
）
議
論
す
る
意
義

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
人
の
名
誉
権
を
集
中
的
に
侵
害
し
た
り
犯
罪
報
道
を
過
熱
さ
せ
た
り
す
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
を
警
戒
す
る
論
調
が

高
ま
る
。「
メ
デ
ィ
ア
と
人
権
」
の
よ
う
に
対
立
し
た
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
本
来
、
対
立
し
た
枠
組
で
は
な
く
、

一
見
相
反
す
る
要
請
を
調
和
さ
せ
る
意
味
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
報
道
に
お
け
る
人
権
問
題
は
、
報
道
か
人
権
か
と
い
う
表
面
的

な
二
項
対
立
式
の
議
論
で
は
な
く
、
個
々
の
場
面
ご
と
に
柔
軟
か
つ
本
質
的
な
調
整
を
と
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

メ
デ
ィ
ア
と
言
論
対
象
の
関
係
を
考
え
る
際
、「
公
人
」
の
名
誉
権
保
護
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、
私
人
と

は
違
う
特
別
な
考
慮
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
個
人
の
名
誉
権
保
護
と
表
現
の
自
由
保
障
と
の
調
整
に
当
た
り
、
言
論
対
象

の
人
物
が
社
会
で
占
め
る
地
位
を
考
慮
し
、「
公
人
」
の
名
誉
権
を
私
人
よ
り
も
特
に
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

最
高
裁
は
、「
名
誉
を
毀
損
す
る
こ
と
は
言
論
の
自
由
の
乱
用
」
と
し
、「
憲
法
の
保
障
す
る
言
論
の
自
由
の
範
囲
内
に
属
す
る
と
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
実
を
報
道
す
る
過
程
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
人
の
名
誉
を
毀
損
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す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
「
言
論
の
自
由
の
乱
用
」
と
言
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。
確
か
に
、
名
誉
毀
損
を
「
負
」
の
側
面
か
ら
見
る
と
、

表
現
対
象
者
の
社
会
的
評
価
は
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
は
言
え
、
表
現
の
受
け
手
で
あ
る
国
民
に
は
、
社
会
や
政
府
の
問
題
に
つ
い

て
関
心
・
理
解
を
深
め
る
有
益
な
情
報
で
あ
る
と
い
う
「
正
」
の
側
面
も
否
定
し
が
た
く
、
一
刀
両
断
に
「
言
論
の
自
由
の
乱
用
」
と

言
い
切
る
こ
と
を
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
、
真
実
を
報
じ
て
も
、
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
た
場
合
、
ま
ず
名
誉
毀
損
が
い
わ
ば
「
推
定
」
さ
れ
、
公
的
事
項

に
関
し
て
真
実
性
あ
る
い
は
相
当
性
を
立
証
し
て
「
免
責
」
を
得
る
と
い
う
枠
組
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
不
法
行
為
責

任
を
負
う
の
が
「
原
則
」
で
あ
り
、
真
実
性
あ
る
い
は
相
当
性
が
立
証
で
き
れ
ば
「
例
外
」
と
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
構
造
が

本
末
転
倒
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
刑
法
二
三
〇
条
の
構
成
要
件
の
「
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
部
分
に
問
題
が
あ
り
、

合
理
的
根
拠
・
資
料
に
基
づ
く
表
現
行
為
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
表
現
行
為
で
あ
る
と
い
う
憲
法
論
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
表

現
行
為
も
違
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
構
成
に
対
し
て
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
正
当
な
言
論
は
表
現
の
自
由
に
含
ま
れ
る
か
ら
、

公
的
問
題
に
関
す
る
討
論
・
意
思
決
定
に
必
要
・
有
益
な
情
報
の
流
通
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
限
り
、
名
誉
を
侵
害
す
る
事
実
摘
示

は
、
違
法
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
公
的
議
論
は
、
立
脚
す
る
事
実
の
主
要
部
分
が
真
実
か
、
真
実
性
を
推
測
さ
せ
る
に

足
る
程
度
の
相
当
な
合
理
的
根
拠
・
資
料
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
結
果
と
し
て
被
論
評
者
の
社
会
的
評
価
が
低
下
す
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
表
現
の
自
由
と
し
て
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
人
の
名
誉
を
毀
損
し
て
も
、
具
体
的
状
況
に
お

い
て
事
実
の
公
共
性
及
び
目
的
の
公
益
性
を
有
す
る
な
ど
不
当
に
権
利
侵
害
し
た
と
い
え
な
い
場
合
、「
言
論
の
自
由
の
乱
用
」
で
は

な
く
、「
言
論
の
自
由
の
範
囲
内
」
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
表
現
対
象
者
が
隠
し
て
お
き
た
い
情
報
を
広
く
社
会
に
伝
え
る
こ
と
は
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
で
あ
り
、「
正
当
業
務
行
為
」
と
言
い
う
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
名
誉
」
と
は
、
外
部
的
名
誉
、
す
な
わ
ち
人
に
対
す
る
社
会
一
般
の
評
価
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、『
北
方
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ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
事
件
判
決
で
「
人
格
権
と
し
て
の
個
人
の
名
誉
の
保
護
（
憲
法
一
三
条
）」
と
述
べ
、
名
誉
が
人
の
人
格
価
値
の
根
幹
に

関
わ
る
も
の
と
し
て
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
誉
権
の
保
護
と
い
っ
て
も
、

全
て
の
人
が
等
し
く
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
名
誉
と
は
人
に
対
す
る
社
会
一
般
の
評
価
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
侵
害
さ
れ
た
人
の
社
会
的
役
割
や
属
性
、
地
位
な
ど
に
よ
っ
て
保
護
の
程
度
が
変
わ
り
う
る
。
ま
た
、
あ
る
人
の
社
会
的
評
価

は
、
本
人
に
と
っ
て
人
格
的
価
値
や
財
産
的
価
値
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
利
害
を
も
構
成
し
て
い
る
と
い
う
名
誉
権
の
権
利
の

性
格
か
ら
見
て
も
、
公
共
的
な
も
の
に
関
わ
る
人
物
の
名
誉
権
は
、
保
護
の
度
合
い
が
弱
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
論
対
象
の
地
位
が

公
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
名
誉
保
護
の
要
請
よ
り
も
表
現
の
自
由
保
障
の
要
請
が
優
越
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
言
説
の
対
象
者
が
「
公
人
」
か
否
か
と
い
う
問
題
提
起
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
少
な
く
と
も
法
的
に
は
余
り
実
益
の
あ
る

議
論
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
日
本
の
判
例
法
理
は
、
言
説
対
象
者
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
は
せ
ず
、
摘
示
事
実
が
「
公
共
の

利
害
に
関
す
る
事
実
」
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
言
説
内
容
に
焦
点
を
当
て
た
規
範
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
確
か
に
、

「
公
人
か
私
人
か
」
の
区
別
は
、
そ
の
人
の
家
族
的
身
分
や
社
会
的
地
位
か
ら
「
一
義
的
・
静
的
」
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
問
題
と

さ
れ
て
い
る
事
項
の
内
容
や
当
該
事
項
に
対
す
る
本
人
の
関
与
の
態
様
や
程
度
に
よ
っ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
面
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
公
人
に
関
す
る
議
論
は
、
身
分
や
地
位
の
み
か
ら
「
抽
象
的
な
概
念
区
別
」
を
す
る

こ
と
に
狙
い
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
表
現
の
対
象
者
が
公
的
論
争
に
対
し
て
ど
の
程
度
、
自
発
的
に
関
与
し
た
か
と
い
う
点
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
、
公
人
に
関
す
る
表
現
の
自
由
を
手
厚
く
保
障
す
る
こ
と
に
狙
い
が
あ
っ
た
。
公
人
に
関
す
る
議
論
は
、
摘
示
事
実
が
「
公

共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
」
に
当
た
る
か
否
か
を
検
討
す
る
際
、
表
現
客
体
の
属
性
が
重
要
な
判
断
材
料
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
「
注

意
喚
起
」
に
役
立
つ
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
日
本
の
判
例
法
理
の
枠
組
自
体
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ

な
の
で
あ
る
。
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（
２
）
公
共
空
間
に
お
け
る
相
互
関
係

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
を
考
え
る
場
合
、
メ
デ
ィ
ア
が
作
り
出
し
、
言
説
が
交
換
さ
れ
る
公
共
的
な
社
会
空
間
「
公
共

圏
」
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
客
体
と
の
「
相
互
関
係
」
が
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
う
し
た
公
共
空
間
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
の

特
定
人
（
メ
デ
ィ
ア
が
採
り
上
げ
る
に
値
す
る
と
い
う
意
味
で
、
何
ら
か
の
社
会
的
に
重
要
な
地
位
や
役
割
を
一
時
的
に
せ
よ
担
う
個

人
の
は
ず
で
あ
る
）
に
対
す
る
批
判
的
な
記
事
は
、
爾
後
の
論
争
を
喚
起
す
る
、
い
わ
ば
「
第
一
発
声
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
の
「
第
一
発
声
」
と
批
判
さ
れ
る
人
の
「
第
二
発
声
」
を
ど
う
捉
え
る
か
。
批
判
さ
れ

る
人
が
私
人
の
場
合
、
言
論
に
は
言
論
で
反
論
せ
よ
と
い
う
「
対
抗
言
論
」
の
発
想
は
妥
当
し
が
た
い
が
、
批
判
さ
れ
る
人
が
政
治
家

な
ら
、
ま
さ
に
「
対
抗
言
論
」
が
求
め
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
論
せ
ず
に
裁
判
所
の
介
入
を
期
待
す
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
の
破
壊
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
政
治
家
に
は
、
裁
判
的
救
済
の
み
な
ら
ず
反
論
の
機
会
・
場
が
提
供
さ
れ
う
る

の
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
と
「
公
人
」
の
関
係
で
は
、
単
な
る
表
現
内
容
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス

に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
何
を
す
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
す
る
べ
き
で
な
い
の
か
も
問
題
と
な
る
。
前
に
も
検
討
し
た

よ
う
に
、
国
政
の
判
断
材
料
を
入
手
し
、
主
権
者
た
る
国
民
に
伝
達
す
る
の
は
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
で
あ
る
。
そ
の
際
、
一
般
私
人
と

「
公
人
」
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
私
人
は
、
犯
罪
に
関
与
し
た
場
合
な
ど
正
当
な
公
的
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
時
に
初
め
て
報

道
対
象
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
政
治
的
権
力
に
関
与
す
る
公
人
は
、
国
民
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
観
点
か
ら
、
職
務
に
関
す
る
行
為
に

つ
い
て
は
批
判
さ
れ
て
も
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
人
が
対
象
と
な
る
名
誉
毀
損
的
表
現
は
、
国
民
の
知
る
権
利
に
も
関
わ
る

重
大
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
特
に
、
公
選
の
公
職
者
た
る
政
治
家
は
、
公
職
に
ふ
さ
わ
し
い
か
全
人
格
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
職
務
に
関
連
す
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、
私
的
行
為
に
つ
い
て
も
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
３
）
公
人
／
私
人
の
区
別

で
は
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
公
人
」
と
「
私
人
」
を
区
別
し
、
こ
の
法
理
を
「
公
人
」
に
の
み
適
用
す
べ
き
と

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
公
人
と
、
適
用
さ
れ
な
い
私
人
は
、
主

に
「
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
（access

to
the
m
edia)

」、「
危
険
の
引
き
受
け
（assum

ption
of
risk)

」
の
有
無
で
区
別
さ
れ
る
。

ま
ず
、「
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
と
は
、
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
場
合
、
効
果
的
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
自
力
救
済
す
る
こ

と
を
い
う
。
公
人
に
は
反
論
能
力
が
あ
り
、
政
治
家
に
典
型
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
実
が
虚
偽
な
ら
ば
、
反
論
の
記
者
会
見
を
開

く
こ
と
が
で
き
る
。
会
見
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
報
道
さ
れ
、
告
訴
や
提
訴
の
段
階
で
も
重
ね
て
報
じ
ら
れ
る
。
政
治
家
な
ど
は
、
自

分
で
手
間
暇
か
け
て
、
虚
偽
の
事
実
を
摘
示
し
た
者
の
民
事
責
任
を
追
及
す
る
の
が
本
筋
と
も
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
メ
デ
ィ
ア
の

社
会
的
影
響
力
が
強
大
化
し
て
い
る
今
日
、
反
論
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
公
人
も
、
強
大
な
メ
デ
ィ
ア
に
は
自
力
で
太
刀
打
ち
で
き
な

い
状
況
に
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
。
し
か
し
、
公
人
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
自
己
の
言
い
分
を
社
会
に
発
す
る
反
論

能
力
が
私
人
と
比
べ
格
段
に
高
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
法
的
救
済
策
は
な
く
と
も
、
記
者
会
見
な
ど
で
事
実
上
の
救
済
を
自
ら
行

え
る
か
ら
、
虚
偽
の
事
実
が
「
情
報
の
市
場
」
に
混
入
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
虚
偽
の
言
説
に
反
論
・

訂
正
し
う
る
可
能
性
が
私
人
よ
り
も
大
き
い
人
は
、「
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
要
件
を
充
た
す
。

次
に
、「
危
険
の
引
き
受
け
」
と
は
、
名
声
を
得
た
こ
と
で
公
的
な
監
視
を
受
け
、
名
誉
毀
損
の
言
説
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
引
き
受

け
る
こ
と
を
い
う
。
公
人
は
、
公
益
に
関
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い
る
限
り
、
一
種
の
「
危
険
負
担
」、
す
な
わ
ち
事
実
に
基
づ
く
一
定

の
批
判
を
受
け
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
職
者
の
名
誉
を
表
現
の
自
由
と
の
関
係
で
多
少
と
も
犠
牲
に
で
き
る
の
は
、

公
益
に
関
す
る
表
現
の
自
由
の
重
要
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
公
職
者
以
外
の
公
的
人
物
に
つ
い
て
も
、
そ
の
人
を
公
的
た
ら
し
め
る

何
ら
か
の
「
専
門
性
」
故
に
、
そ
の
信
頼
性
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
人
が
信
頼
す
る
に
足
る
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か
ど
う
か
を
市
民
に
代
わ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
、
も
し
虚
像
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
剥
ぐ
の
が
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
情

報
の
受
け
手
は
、
専
門
内
容
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
判
断
し
う
る
。
メ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
が
で
き
、
公
衆
に
よ
る
評
価
の
前
に
身
を
投
じ
た
公
人
の
場
合
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
途
を
自
ら
選
択
し
た
も
の
と
言
え
る
し
、
法

的
救
済
を
事
前
に
放
棄
し
た
と
も
解
し
う
る
か
ら
、
名
誉
毀
損
に
は
基
本
的
に
表
現
で
対
抗
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
自
発
的
に
公
的
人

物
の
地
位
に
達
し
た
人
は
、
社
会
の
出
来
事
で
特
に
顕
著
な
役
割
を
引
き
受
け
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
危
険
の
引
き
受
け
」
と
い

う
要
件
を
充
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
公
人
」
と
認
定
さ
れ
た
者
は
、
公
共
空
間
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
し
、
危
険
を
引
き
受
け
る

な
ど
、
私
人
と
は
異
な
っ
た
社
会
的
地
位
・
役
割
を
持
っ
て
い
る
う
え
、
国
民
の
知
る
権
利
と
の
関
係
か
ら
も
、
対
象
の
地
位
が
公
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
名
誉
保
護
の
要
請
よ
り
も
表
現
の
自
由
保
障
の
要
請
が
優
越
す
る
と
言
え
る
か
ら
、「
公
人
」
で
あ
る
か
ど
う
か

に
焦
点
を
当
て
、「
公
人
」
に
つ
い
て
は
、
私
人
と
は
異
な
る
名
誉
毀
損
の
法
処
理
が
な
さ
れ
、
そ
の
名
誉
権
を
私
人
よ
り
も
特
に
制
約

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

最
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
公
人
と
私
人
を
区
別
す
る
考
え
方
は
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
石
に
泳
ぐ
魚
』
事
件
判

決
で
は
、「
公
的
立
場
に
な
い
」
原
告
が
名
誉
な
ど
の
侵
害
に
よ
っ
て
「
重
大
で
回
復
困
難
な
損
害
を
被
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し

て
、
私
人
が
公
人
よ
り
も
強
い
保
護
を
受
け
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
逆
転
』
事
件
判
決
は
、
前
科
な

ど
に
関
わ
る
事
実
の
公
表
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
公
職
者
や
そ
の
候
補
者
を
「
社
会
一
般
の
正
当
な
関
心
の
対
象

と
な
る
公
的
立
場
に
あ
る
人
物
」
と
述
べ
、
公
人
は
私
人
と
比
べ
て
前
科
な
ど
の
公
表
を
受
忍
す
べ
き
場
合
が
多
い
こ
と
を
示
唆
し
た
、

と
解
し
う
る
。『
月
刊
ペ
ン
』
事
件
判
決
で
は
、
私
人
で
あ
っ
て
も
公
的
人
物
で
あ
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
名
誉
権
の
範
囲
は
公
職
者
と
同

様
に
狭
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
最
高
裁
判
決
の
枠
組
を
前
提
と
し
て
も
、
公
人
の
名
誉
権
を
私
人
よ
り
も
特
に
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制
約
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
容
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２

公
人
類
型
の
再
構
成

現
実
的
悪
意
の
法
理
を
導
入
し
た
場
合
、「
公
人
」
の
名
誉
権
は
事
実
上
、
大
幅
に
制
約
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
は
た
し
て
、
こ
の

法
理
を
全
て
の
「
公
人
」
に
適
用
す
る
べ
き
な
の
か
、
適
用
範
囲
に
絞
り
を
か
け
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

公
人
と
は
、「
公
職
者
」
及
び
「
公
的
人
物
」
を
さ
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
公
職
者
」
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最

高
裁
の
判
例
で
は
「
政
府
の
事
務
行
為
に
つ
い
て
掌
握
、
も
し
く
は
実
質
的
責
任
を
持
っ
て
い
る
、
ま
た
は
公
衆
に
は
持
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
上
級
政
府
職
員
に
属
す
る
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
概
念
の
定
義
で
は
あ
る
が
、「
日
本
語
に

意
訳
す
る
な
ら
ば
、
公
『
権
力
』
担
当
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
す
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
権
力
性
、
つ
ま
り
政
府
の
事
務
に
つ
い

て
大
き
な
裁
量
権
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
き
な
裁
量
権
を
持
っ
て
い
る
公
務
員
は
、
そ
の
職
権
の
行

使
が
国
民
の
権
利
・
義
務
に
直
結
す
る
か
ら
、
当
然
に
社
会
の
関
心
事
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
公
職
者
と
は
、
広
く
公
務
員
一
般
と
解

す
る
べ
き
で
は
な
く
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
表
現
の
自
由
保
障
が
、
政
治
的
意
思
形
成
を
図
る
た
め
国
民
の
知
る
権
利
へ
の
奉

仕
に
由
来
す
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、「
国
家
意
思
形
成
に
関
与
し
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
基
準
を
設
定
し
、
明
ら
か
に
関
与
し
て
い
る

政
治
家
や
、
行
政
に
つ
い
て
一
定
の
権
限
を
持
つ
中
央
省
庁
課
長
以
上
の
上
級
公
務
員
な
ど
に
限
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
公
的
人
物
」
に
つ
い
て
下
級
審
で
は
、
私
人
で
も
特
別
な
公
共
的
立
場
を
考
慮
す
れ
ば
、「
常
に
広
く
社
会
か
ら
全
人
格
に
わ

た
り
厳
し
い
批
判
、
報
道
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
に
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
」
に
対
す
る
「
批
判
、
報
道
の
違
法
評
価

は
一
般
の
個
人
に
対
す
る
場
合
と
は
明
白
に
異
な
る
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
地
位
、
公
人
性
の
程
度
に
言
及
し
、「
公
人
的
存

在
若
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
に
つ
い
て
は
、
純
然
た
る
私
人
の
場
合
よ
り
も
免
責
の
範
囲
が
広
い
た
め
名
誉
毀
損
が
成
立
す
る
場
合

が
限
定
さ
れ
る
」
と
す
る
判
決
、
あ
る
い
は
「
業
績
、
名
声
、
生
活
方
法
等
に
よ
り
公
的
存
在
と
な
っ
た
者
、
又
は
公
衆
が
そ
の
行
為

（

）
１６３

（

）
１６４

（

）
１６５

（

）
１６６

公人と名誉毀損（二・完）

（阪大法学）５７（５-97）751〔２００８．１〕



や
性
格
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
で
あ
ろ
う
職
業
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
公
的
存
在
と
な
っ
た
者
」
と
述
べ
る
判
決
も
あ
る
。

松
井
茂
記
教
授
は
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
適
用
対
象
に
つ
い
て
、
公
職
者
の
ほ
か
、
公
的
論
争
に
自
ら
身
を
投
じ
メ
デ
ィ
ア
に
ア

ク
セ
ス
す
る
手
段
を
有
す
る
公
的
人
物
に
限
定
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
く
。
公
的
人
物
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
類
型

を
示
し
、
公
人
の
根
拠
が
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
自
ら
公
衆
の
評
価
の
前
に
身
を
置
い
た
こ
と
で
あ
る
な
ら
、「
全
面
的
公
的
人

物
」
に
加
え
、「
限
定
的
公
的
人
物
」
の
う
ち
「
自
発
的
公
的
人
物
（voluntary

public
figure)

」
が
公
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、「
非
自
発
的
公
的
人
物
（involuntary

public
figure)

」
は
公
人
と
し
て
扱
う
根
拠
に
欠
け
る
と
指
摘
す
る
。
い
わ
ゆ
る
有
名

人
や
芸
能
人
な
ど
は
、
公
人
と
し
て
の
公
的
人
物
に
該
当
す
る
こ
と
が
多
い
と
付
言
し
て
い
る
。
こ
の
類
型
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高

裁
判
決
に
沿
っ
た
も
の
で
、「
全
面
的
公
的
人
物
」
は
、
社
会
の
出
来
事
に
顕
著
な
役
割
を
果
た
し
、
全
て
の
観
点
か
らpublic

figure

と
目
さ
れ
る
人
物
を
さ
し
、「
自
発
的
公
的
人
物
」
は
、
特
定
の
論
争
に
自
発
的
に
参
加
し
限
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
のpublic

figure

と
目
さ
れ
る
人
物
を
い
い
、「
非
自
発
的
公
的
人
物
」
は
、
意
図
す
る
こ
と
な
く
公
的
論
点
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
物
の
こ
と
を
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
自
発
的
公
的
人
物
」
全
て
を
公
人
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
原
告
側
に
負
担
の
大
き
い
現
実
的

悪
意
の
法
理
の
適
用
範
囲
と
し
て
は
広
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
公
共
の
利
害
に
関
わ
る
人
た
ち
の
う
ち
、
公
職
者
を
は
じ
め
、

社
会
の
欲
求
を
国
家
に
直
接
媒
介
す
る
と
い
う
政
治
的
な
役
割
を
担
う
人
々
を
「
絶
対
的
公
人
」
と
、
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
専
門
性
を

通
じ
て
一
定
程
度
、
社
会
に
影
響
を
与
え
る
役
割
を
担
う
人
々
を
「
相
対
的
公
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
表
現
の
自
由
が
政
治
参
加

に
不
可
欠
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
「
国
家
意
思
形
成
」
す
な
わ
ち
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
自
ら
関
与
す
る
「
絶
対
的
公

人
」
と
、
関
与
し
な
い
「
相
対
的
公
人
」
を
区
別
す
る
こ
と
と
し
、「
絶
対
的
公
人
」
の
み
を
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
適
用
対
象
と
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。「
絶
対
的
公
人
」
は
、
直
接
議
会
や
行
政
機
関
を
通
じ
、
あ
る
い
は
審
議
会
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ

て
積
極
的
に
政
治
に
関
わ
り
、
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
、
公
職
者
を
は
じ
め
、
政
治
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
べ
く
積
極
的
に
発
言
す
る
財
界
団
体
幹
部
、
審
議
会
の
委
員
を

務
め
る
文
化
人
、
経
済
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
政
党
を
支
持
・
推
薦
し
た
り
政
党
に
多
額
の
献
金
を
し
た
り
し
て
い
る
企

業
、
団
体
幹
部
な
ど
は
、「
絶
対
的
公
人
」
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
芸
能
人
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
単
な
る
有
名
人
な
ど
「
相
対

的
公
人
」
は
、
国
家
意
思
形
成
に
対
し
て
直
接
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
適
用
外
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

３

現
実
的
悪
意
の
法
理
の
適
用
範
囲

（
１
）
報
道
対
象
と
報
道
内
容
に
よ
る
限
定

前
節
で
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
対
象
を
「
絶
対
的
公
人
」
に
限
定
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
が
、
絶
対
的
公
人
に
関
す
る
全
て
の
事
実

に
つ
い
て
、
こ
の
法
理
を
適
用
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
人
と
い
っ
て
も
、
そ
の
人
物
が
関
わ
る
全
て
の
事
項
に
関
し
て
、
こ
の

法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
の
は
過
重
な
負
担
に
な
る
と
思
わ
れ
、
人
間
の
生
活
次
元
に
お
け
る
「
公
私
の
多
元
性
に
配
慮
」
し
、

公
人
た
る
所
以
と
な
る
職
務
と
の
関
連
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
誰
の
こ
と
を
伝
え
る
か
と
い
う
「
報
道
対
象
」
と
、

ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
る
か
と
い
う
「
報
道
内
容
」
を
区
別
し
、
そ
の
二
つ
の
相
関
関
係
で
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
、
言
論
は
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
公
的
な
言
論
で
あ
る
公
的
事
実
と
、
私
的
な
言
論
で
あ
る
私
的
事
実
に
分
け
ら
れ
る
。
公
的

事
実
は
全
て
、
国
民
が
正
当
な
関
心
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き
対
象
事
、
す
な
わ
ち
公
的
関
心
事
に
当
た
る
か
ら
、
現
実
的
悪
意
の
法
理

の
適
用
対
象
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
的
事
実
は
原
則
と
し
て
、
国
民
が
正
当
な
関
心
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き
と
は
言
え
な
い
対
象

事
、
す
な
わ
ち
私
的
関
心
事
に
該
当
す
る
か
ら
、
こ
の
法
理
の
適
用
対
象
外
と
な
る
。
た
だ
し
、「
絶
対
的
公
人
」
の
私
的
事
実
に
つ
い

て
は
原
則
、
私
的
関
心
事
に
該
当
す
る
が
、
職
務
に
関
連
す
る
事
項
な
ど
は
例
外
的
に
、
公
的
関
心
事
と
し
て
こ
の
法
理
の
適
用
対
象

に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
公
務
員
が
誰
と
住
む
か
は
本
来
、
私
的
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
職
務
に
あ
る
故
に
公
金
で
建
設
・
維
持
さ
れ

る
官
舎
に
入
居
し
、
家
族
以
外
の
者
と
無
届
で
同
居
し
て
い
る
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
絶
対
的
公
人
で
も
特
に
「
政
治
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家
」
の
私
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
者
と
規
範
的
に
異
な
る
扱
い
を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
有
権
者
は
政
策
だ
け
で
は
な
く
全

人
格
を
含
め
て
一
票
を
投
じ
る
か
ら
、
異
性
関
係
や
性
の
問
題
な
ど
純
粋
な
私
的
事
実
も
、
公
的
関
心
事
と
し
て
、
こ
の
法
理
の
対
象

と
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
私
的
事
実
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
私
的
関
心
事
と
は
言
え
ず
、
公
職
者
と
し

て
の
適
格
性
を
判
断
す
る
う
え
で
国
民
が
正
当
な
関
心
を
も
っ
て
し
か
る
べ
き
対
象
事
と
し
て
公
的
関
心
事
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
適
用
対
象
を
公
人
の
一
部
に
限
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
民
事
上
の
名
誉
毀
損
に
関
す
る
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
の
運
用
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
争
点
整
理
手
続
の
段
階
で
裁
判
所
は
、
公
共
性
の
要
件
に
つ
い
て
原
告
が
公
人
で
あ
る
か
私
人
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
。
公

人
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
自
ら
関
与
す
る
絶
対
的
公
人
、
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
自
ら
関
与
し
な
い
相
対
的
公

人
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
認
定
す
る
。
相
対
的
公
人
及
び
私
人
の
公
的
関
心
事
に
あ
た
る
公
的
事
実
に
つ
い
て
は
現
実
的
悪
意
の
法
理

は
該
当
せ
ず
、
相
当
性
理
論
で
処
理
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
絶
対
的
公
人
は
、
公
的
関
心
事
、
す
な
わ
ち
報
道
内
容
が
職
務
関
連
事

項
で
あ
る
場
合
、
こ
の
法
理
が
該
当
し
、
公
的
関
心
事
と
い
え
な
い
私
的
事
実
に
つ
い
て
は
従
来
の
相
当
性
理
論
の
枠
組
で
処
理
さ
れ

る
。
絶
対
的
公
人
の
う
ち
特
に
政
治
家
は
、
公
的
事
実
・
私
的
事
実
を
問
わ
ず
公
的
関
心
事
と
言
い
う
る
か
ら
、
現
実
的
悪
意
の
法
理

が
該
当
す
る
。
絶
対
的
公
人
に
関
す
る
事
実
の
う
ち
、
こ
の
法
理
が
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
益
性
の
要
件
に
代
え
て
被
告
の

現
実
的
悪
意
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
立
証
責
任
は
、
原
告
の
公
人
側
に
あ
る
。
現
実
的
悪
意
を
立
証
で
き
た
場
合
、
被
告
に
虚

偽
性
の
認
識
及
び
虚
偽
の
公
表
に
つ
い
て
の
「
故
意
又
は
重
過
失
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
真
実
性
の
判
断
は
な
さ
れ
ず
、
原
告

が
勝
訴
す
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
も
、
原
告
の
公
人
が
現
実
的
悪
意
を
立
証
で
き
な
い
と
き
に
は
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
真
実
性
の
審

理
は
な
さ
れ
ず
、
被
告
が
勝
訴
す
る
。
と
は
言
え
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
で
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
現
実
的
悪
意
を

証
明
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
か
ら
、
原
告
勝
訴
の
事
例
は
余
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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（
２
）
裁
判
例
に
よ
る
検
証

以
下
で
は
、
私
見
に
よ
っ
て
公
的
事
項
に
関
す
る
表
現
の
自
由
が
強
く
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
実
際
の
裁
判
例
で
検
証
し
て
み
る
。

例
え
ば
、
森
喜
朗
元
首
相
対
雑
誌
『
噂
の
真
相
』
事
件
で
は
、
問
題
と
な
っ
た
事
実
の
う
ち
、
学
生
時
代
に
売
春
防
止
法
違
反
容
疑

で
検
挙
さ
れ
た
前
歴
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
警
視
庁
へ
の
調
査
嘱
託
に
原
告
側
が
強
く
反
対
し
、
本
人
の
陳
述
書
を
含
め

証
拠
を
一
切
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
「
真
実
性
に
関
す
る
立
証
責
任
は
被
告
ら
に
あ
る
と
い
う
べ
き
も
の
の
、
原
告

の
本
件
前
歴
の
有
無
に
つ
い
て
は
原
告
自
身
が
最
も
詳
細
に
事
実
を
語
り
得
る
立
場
に
あ
」
り
、
真
実
性
を
立
証
で
き
な
か
っ
た
不
利

益
を
被
告
に
課
す
の
は
「
訴
訟
上
の
信
義
則
に
照
ら
し
て
相
当
で
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
独
占
禁
止
法
違
反
の
業
者
か
ら
献
金
を
受
領

し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
真
実
で
あ
る
と
し
て
、
原
告
の
請
求
は
「
理
由
が
な
い
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
女
性
関
係
の
醜
聞
や

飲
食
店
で
の
行
状
な
ど
、
他
の
事
実
に
つ
い
て
は
真
実
性
・
相
当
性
と
も
否
定
し
、
名
誉
毀
損
が
成
立
す
る
と
判
断
し
た
。

原
告
は
公
職
者
で
あ
る
。
前
歴
に
つ
い
て
は
公
的
事
実
で
あ
り
、
判
決
で
も
「
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
に
鑑
み
れ
ば
…
…
そ
の
地
位

の
適
性
を
判
断
す
る
の
に
無
関
係
な
事
項
と
は
言
え
ず
、
国
民
の
正
当
な
関
心
の
対
象
と
な
り
う
る
事
柄
と
い
う
べ
き
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
公
的
関
心
事
と
言
え
る
。
独
禁
法
違
反
業
者
の
献
金
も
政
治
家
の
カ
ネ
に
関
す
る
公
的
事
実
で
あ
り
、
公
的
関

心
事
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
女
性
関
係
の
醜
聞
や
飲
食
店
で
の
行
状
は
、
一
般
市
民
な
ら
ば
私
的
事
実
に
該
当
し
そ
う
で
あ
る
が
、

政
治
家
の
場
合
、
た
と
え
私
的
事
実
で
も
、
公
的
関
心
事
と
な
り
う
る
。
結
局
、
全
事
実
が
公
的
関
心
事
に
該
当
す
る
か
ら
、
原
告
は

雑
誌
側
の
現
実
的
悪
意
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
件
訴
訟
で
は
、
大
半
の
事
実
に
つ
い
て
名
誉
毀
損
が
認
定
さ
れ
た
が
、
元
首
相

の
行
為
は
公
私
に
わ
た
っ
て
公
的
関
心
事
と
言
え
る
か
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
元
首
相
が
雑
誌
側
の
現
実
的
悪
意
を
立
証
で
き
な
い
限

り
原
告
が
敗
訴
す
る
こ
と
に
な
る
。
元
首
相
側
は
、
調
査
嘱
託
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
な
ど
し
て
お
り
、
現
実
的
悪
意

の
立
証
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
原
告
敗
訴
の
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）
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次
に
、
中
村
正
三
郎
元
法
相
対
共
同
通
信
社
事
件
で
は
、
現
職
の
法
務
大
臣
が
自
己
の
利
害
が
絡
む
特
定
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、

積
極
的
な
捜
査
・
処
分
を
法
務
省
刑
事
局
に
指
示
し
た
な
ど
と
す
る
記
事
を
配
信
し
た
通
信
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
で
、

裁
判
所
は
法
廷
提
出
分
だ
け
で
八
五
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
取
材
メ
モ
の
信
用
性
な
ど
を
基
に
被
告
の
相
当
性
を
認
め
、
原
告
の
請
求
を
棄

却
し
た
。
結
果
的
に
通
信
社
が
勝
訴
し
た
が
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
判
決
ま
で
予
測
で
き
ず
、
公
人
を
巡
る
同
種
の
問

題
を
報
道
す
る
際
に
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記
事
の
内
容
は
、
明
ら
か

に
公
職
者
に
関
す
る
公
的
関
心
事
と
言
え
る
か
ら
、
原
告
は
通
信
社
に
現
実
的
悪
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

本
件
の
取
材
過
程
を
見
る
限
り
、
現
実
的
悪
意
に
つ
い
て
原
告
が
証
明
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、

当
該
通
信
社
は
名
誉
毀
損
と
し
て
提
訴
さ
れ
た
と
し
て
も
原
告
敗
訴
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
報
道
前
に
予
測
が
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
安
部
英
・
元
帝
京
大
学
副
学
長
対
櫻
井
よ
し
こ
事
件
を
検
討
す
る
。
安
部
元
副
学
長
は
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
に
関
す
る
雑

誌
記
事
と
単
行
本
で
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
一
審
は
被
告
の
相
当
性
を
認
め
、
元
副
学
長
の
請

求
を
棄
却
し
た
が
、
控
訴
審
は
一
転
し
て
相
当
性
を
否
定
し
、
四
百
万
円
の
賠
償
を
命
じ
た
。
最
高
裁
は
、
被
告
が
摘
示
し
た
事
実
を

「
真
実
と
信
ず
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
」
と
し
て
名
誉
毀
損
を
認
め
ず
、
被
告
の
逆
転
勝
訴
が
確
定
し
た
。
判
決
の
基
礎
と
な

る
認
定
事
実
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
も
、
事
実
の
評
価
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
全
く
異
な
り
う
る
か
ら
、
訴
訟
の
最
大
の
焦
点
で
あ
る
相

当
性
の
有
無
を
め
ぐ
り
審
級
に
よ
っ
て
二
転
三
転
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
元
副
学
長
は
血
液
学
を
専
門
と
す
る
医
学

者
で
、
厚
生
省
の
エ
イ
ズ
対
策
を
検
討
す
る
研
究
班
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
関
与
す
る
「
絶
対
的
公
人
」

と
認
定
で
き
る
。
元
副
学
長
が
製
剤
メ
ー
カ
ー
各
社
か
ら
寄
付
を
受
け
て
い
た
た
め
加
熱
製
剤
の
承
認
に
取
り
残
さ
れ
る
メ
ー
カ
ー
が

出
な
い
よ
う
に
治
験
を
遅
ら
せ
た
、
と
被
告
が
指
摘
し
た
事
実
は
明
ら
か
に
公
的
関
心
事
と
言
え
、
原
告
は
雑
誌
側
に
現
実
的
悪
意
が

あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
認
定
事
実
を
見
る
と
、
現
実
的
悪
意
に
つ
い
て
原
告
は
証
明
で
き
な
い
可
能
性
が

（
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大
き
く
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
被
告
が
提
訴
さ
れ
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
提
案
し
た
枠
組
を
適
用
す
れ
ば
、
立
証
責
任
の
転
換
を
は
じ
め
、
訴
訟
の
結
論
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
抑
制
な
ど
が
図
ら
れ
、
公
人
報
道
が
よ
り
活
性
化
さ
れ
よ
う
。

五

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
名
誉
毀
損
的
表
現
に
対
す
る
制
約
は
、
で
き
る
限
り
明
確
化
を
図
り
、
し
か
も
表
現
対
象
を
公
人
と
私
人
に
区
別
し
て

類
型
化
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
公
人
類
型
を
再
構
成
し
た
う
え
で
、
そ
の
一
部
に
、
相
当
性
理
論
以
上
に
表
現
の

自
由
に
配
慮
し
た
定
義
づ
け
衡
量
で
あ
る
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
た
。
公
人
が
メ
デ
ィ
ア
の
現

実
的
悪
意
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
の
み
勝
訴
す
る
と
い
う
枠
組
で
あ
る
。
公
人
の
人
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由

が
政
治
参
加
に
不
可
欠
な
権
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
の
政
策
決
定
過
程
に
自
ら
関
与
す
る
「
絶
対
的
公
人
」
に
限
定
す
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
理
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
う
い
う
性
質
の
公
人
か
と
い
う
「
報
道
対
象
」
と
、
そ
の
公
人
に

つ
い
て
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
る
か
と
い
う
「
報
道
内
容
」
の
相
関
関
係
で
判
断
し
、
政
治
家
に
つ
い
て
は
、
純
粋
な
私
的
事
項
を
含
め

全
て
対
象
と
す
る
一
方
、
そ
れ
以
外
の
絶
対
的
公
人
に
つ
い
て
は
、
私
的
事
項
は
原
則
と
し
て
適
用
対
象
外
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
裁
判
官
の
意
識
、
そ
れ
に
基
づ
く
判
例
の
動
向
か
ら
は
、
こ
の
法
理
の
速
や
か
な

導
入
は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
り
に
、
こ
の
法
理
が
判
例
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
立
証
責
任
の

重
さ
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
、
名
誉
毀
損
の
被
害
を
埋
め
合
わ
せ
る
に
足
り
る
程
度
の
損
害
賠
償
の
高
額
化
が
検
討
課
題
と
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
交
通
事
故
訴
訟
で
被
害
を
点
数
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
人
・
有
名
人
ほ
ど
高
額
化
し
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
懲

罰
的
損
害
賠
償
の
よ
う
な
仕
組
ま
で
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
損
害
賠
償
の
ほ
か
に
、
謝
罪
広
告
や
反
論
権
、

（
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差
止
め
請
求
な
ど
、
被
害
者
を
ど
の
よ
う
な
方
策
で
救
済
す
る
か
と
い
う
課
題
も
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
発
表
に
依
存
し
た
取
材

方
法
や
耳
目
を
集
め
る
事
件
・
事
故
に
つ
い
て
の
集
中
豪
雨
的
な
報
道
な
ど
、
権
利
侵
害
の
背
景
に
あ
る
問
題
点
を
、
さ
ら
に
深
く
分

析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（

）

梓
澤
ほ
か
・
前
掲
注（

）三
三
七
頁
〔
右
崎
発
言
〕。

８７

４７

（

）
「
範
疇
的
衡
量
（categorical

balancing

）」
も
同
旨
。
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法〔
第
三
版
〕』
一
一
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）、
市

８８川
正
人
『
表
現
の
自
由
の
法
理
』
九
七
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
）
は
定
義
的
衡
量
、
佐
藤
・
前
掲
注（

）五
二
四
頁
は
範
疇
化
テ
ス
ト
、

８４

榎
原
猛
『
表
現
権
理
論
の
新
展
開
』
一
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
二
）
は
限
界
画
定
衡
量
テ
ス
ト
と
呼
ぶ
。

（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）四
〇
二
、
四
一
〇
頁
。
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』
二
一
一
頁
（
新
世
社
、
二
〇
〇
四
）
も
定
義
づ
け
衡
量
と

８９

１４

呼
ぶ
。
表
現
の
自
由
の
制
約
正
当
化
に
関
す
る
判
例
理
論
に
つ
い
て
は
、
松
本
和
彦
「
人
権
制
約
の
正
当
化
と
判
例
理
論

─
表
現
の
自
由
に

関
す
る
最
高
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
」
榎
原
猛
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
国
家
の
制
度
と
人
権
』
二
七
九
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
七
）
参
照
。

（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）四
一
〇
─
一
一
頁
。
佐
藤
・
前
掲
注（

）五
二
四
頁
は
、
表
現
の
自
由
制
約
の
実
体
的
な
合
憲
性
判
定
基
準
の
う
ち
、

９０

１４

８４

利
益
衡
量
は
何
ら
か
の
基
軸
の
な
い
「
衡
量
」
が
場
当
り
的
と
な
ら
な
い
か
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
の
に
対
し
、
範
疇
化
テ
ス
ト
は
、

個
別
的
文
脈
の
如
何
を
問
わ
ず
一
定
の
範
疇
に
属
す
る
表
現
を
絶
対
的
に
保
護
す
る
も
の
で
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
テ
ス
ト
が
判
定
者

の
主
観
に
流
さ
れ
や
す
い
と
こ
ろ
を
克
服
し
、
法
律
の
合
憲
性
の
判
定
基
準
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
企
図
す
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）

榎
原
・
前
掲
注（

）七
二
─
七
四
頁
参
照
。

９１

８８

（

）

最
一
小
決
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
。
岡
田
信
弘
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
一
二
頁
参
照
。

９２
（

）

榎
原
・
前
掲
注（

）七
三
頁
。

９３

８８

（

）

最
大
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
二
四
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
八
六
六
頁
。
集
団
行
動
の
規
制
基
準
と
し
て
三
つ
の
原
則
を
示
し
、
規
制
し
う

９４る
集
団
行
動
の
類
型
、
規
制
方
法
に
相
当
明
確
な
枠
を
は
め
た
。
榎
原
・
前
掲
注（

）七
三
─
七
四
頁
。

８８

（

）

最
大
判
昭
和
三
二
年
三
月
一
三
日
刑
集
一
一
巻
三
号
九
九
七
頁
。
阪
口
正
二
郎
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
一
一
二
頁
参
照
。

９５
（

）

榎
原
・
前
掲
注（

）七
四
頁
。

９６

８８

（
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（

）

最
二
小
判
昭
和
五
五
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
三
四
巻
六
号
四
三
三
頁
。
愛
敬
浩
二
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
一
一
六
頁
参
照
。

９７
（

）

東
京
高
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
〇
日
高
刑
集
三
二
巻
一
号
七
一
頁
。

９８
（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）三
三
二
、
三
三
六
頁
。

９９

１４

（

）

最
大
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
刑
集
二
三
巻
七
号
九
七
五
頁
。

１００
（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）三
五
一
─
五
三
頁
。

１０１

１４

（

）

松
井
・
前
掲
注（
９
）「
名
誉
毀
損（
二
）」
三
一
頁
参
照
。

１０２
（

）

喜
田
村
・
前
掲
注（

）一
八
一
─
二
〇
三
頁
。
竹
田
・
前
掲
注（

）二
一
五
頁
は
、
名
誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
差
止
請
求
権
の

１０３

６２

３９

成
立
要
件
と
し
て
現
実
的
悪
意
を
主
張
す
る
。
渡
邊
眞
次
・
真
田
範
行
「
名
誉
毀
損
訴
訟
に
お
け
る
慰
謝
料
額
の
高
額
化
の
提
案
に
つ
い
て

─
弁
護
士
の
立
場
か
ら
の
考
察
」
法
時
七
四
巻
一
二
号
六
六
頁
（
二
〇
〇
二
）
は
、
日
本
で
も
相
当
性
の
判
断
枠
組
か
ら
、
現
実
的
悪
意
の
法

理
を
実
質
的
に
実
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
。

（

）

こ
の
二
つ
の
類
型
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
「
四

公
人
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
の
「
２

公
人
類
型
の
再
構
成
」
で
説
明
す
る
。

１０４
（

）

前
田
・
前
掲
注（

）「
相
当
性
理
論（
二
・
完
）」
二
三
九
頁
。

１０５

３０

（

）

376
U
.S.
at
269-83,

292.

１０６
（

）

学
説
で
も
、
奥
平
・
前
掲
注（
９
）一
三
七
頁
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
の
三
要
件
の
う
ち
、
事
実
の
公
共
性
と
目
的
の
公
益
性
を
合
体
さ

１０７せ
て
、「
公
共
性
の
つ
よ
い
情
報
（
＝
公
共
情
報
）
が
か
ら
ん
で
い
る
場
合
」
と
理
解
し
て
よ
い
、
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
事
実
の
公
共
性
の

要
件
を
充
た
す
場
合
と
は
、「
強
い
公
共
性
」
を
有
す
る
事
項
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
は
い
え
な
い
程
度
の
公
共

性
を
有
す
る
事
項
の
場
合
も
あ
り
、
こ
の
見
解
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（

）

最
一
小
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
刑
集
三
五
巻
三
号
八
四
頁
。

１０８
（

）

最
二
小
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
四
日
民
集
四
一
巻
三
号
四
九
〇
頁
。

１０９
（

）

最
一
小
判
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
民
集
二
〇
巻
五
号
一
一
一
八
頁
。

１１０
（

）

最
大
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
。

１１１
（

）

五
十
嵐
・
前
掲
注（
４
）一
二
八
頁
。

１１２
（

）

渋
谷
秀
樹
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
七
一
頁
で
は
、
表
現
媒
体
を
容
易
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
公
選
の
公
務
員
を
「
強
い
公
務
員
」、

１１３
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そ
う
で
は
な
い
者
を
「
弱
い
公
務
員
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（

）
「
公
正
な
論
評
」
の
要
件
で
あ
る
公
共
性
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
奥
平
・
前
掲
注（
９
）一
七
七
頁
は
、
教
育
公
務
員
の
教
育
活
動
に
関
す

１１４る
「
公
共
性
」
と
、
英
和
辞
典
の
内
容
や
犯
罪
被
疑
者
の
読
書
傾
向
に
関
す
る
情
報
の
「
公
共
性
」
と
は
性
質
が
か
な
り
違
い
、
後
者
は
「
公

共
の
関
心
事
」「
公
衆
の
好
奇
心
」
に
限
り
な
く
近
く
な
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）

最
一
小
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
刑
集
三
五
巻
三
号
八
四
頁
。

１１５
（

）

浜
田
純
一
『
情
報
法
』
七
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）。

１１６
（

）

山
田
八
千
子
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
四
三
頁
。

１１７
（

）

東
京
地
判
平
成
二
年
一
月
三
〇
日
判
タ
七
三
〇
号
一
四
〇
頁
。

１１８
（

）

山
田
・
前
掲
注（

）四
三
頁
は
、
こ
の
点
が
「
従
来
の
裁
判
例
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

１１９

１１７

（

）

例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
二
年
九
月
二
七
日
判
時
一
三
五
九
号
三
八
頁
、
東
京
高
判
平
成
六
年
九
月
二
二
日
高
民
集
四
七
巻
三
号
一
八
七

１２０頁
、
横
浜
地
判
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
判
タ
一
一
〇
九
号
一
八
六
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
判
時
一
七
八
二
号
四
五
頁
、

最
一
小
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
民
集
五
七
巻
九
号
一
〇
七
五
頁
な
ど
。
こ
の
ほ
か
、
山
田
・
前
掲
注（

）四
三
頁
参
照
。

１１７

（

）

浜
辺
・
前
掲
注（

）一
三
〇
頁
。

１２１

１３

（

）

最
大
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
・
谷
口
正
孝
意
見
。

１２２
（

）

公
共
性
の
立
証
責
任
は
原
告
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
原
告
が
公
人
で
は
な
い
と
主
張
・
立
証
し
、
そ
の
上
で
裁
判
所
が
判
断
す
る
と
考
え
る
。

１２３
（

）

浜
田
・
前
掲
注（

）七
二
─
七
三
頁
。

１２４

１１６

（

）

国
会
議
員
の
議
院
に
お
け
る
発
言
が
違
法
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
最
三
小
判
平
成
九
年
九
月
九
日
民
集

１２５五
一
巻
八
号
三
八
五
〇
頁
は
、「
当
該
国
会
議
員
が
、
そ
の
職
務
と
は
か
か
わ
り
な
く
違
法
又
は
不
当
な
目
的
を
も
っ
て
事
実
を
摘
示
し
、
あ
る

い
は
、
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
あ
え
て
そ
の
事
実
を
摘
示
す
る
な
ど
、
…
…
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
現
実
的

悪
意
の
法
理
に
近
い
ル
ー
ル
を
判
示
し
、
注
目
さ
れ
た
。
五
十
嵐
・
前
掲
注（
４
）一
三
〇
頁
。

（

）

平
川
・
前
掲
注（

）一
〇
四
─
〇
五
頁
。

１２６

１５

（

）

松
井
・
前
掲
注（
１
）四
七
、
七
一
頁
。

１２７
（

）

松
井
・
前
掲
注（

）一
一
一
頁
。

１２８

３１

論 説
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（

）

意
見
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
も
、
法
文
上
は
真
実
証
明
に
よ
る
免
責
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
一
小
判
平
成
元
年
一
二
月
二
一

１２９日
民
集
四
三
巻
一
二
号
二
二
五
二
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
公
正
な
論
評
（fair

com
m
ent

）」
の
法
理
を
採
り
入
れ
、
一
定
の
要
件
を
充
た
す
場

合
、
そ
の
前
提
事
実
が
主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
名
誉
侵
害
の
不
法
行
為
の
違
法
性
を
欠
く
、
と
し

た
。
松
井
茂
記
「
意
見
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
表
現
の
自
由
」
民
商
一
一
三
巻
三
号
四
頁
（
一
九
九
五
）
参
照
。

（

）

江
橋
崇
ほ
か
「
法
と
新
聞
の
現
在
」
日
本
新
聞
協
会
研
究
所
編
『
新
・
法
と
新
聞
』
二
九
四
頁
〔
山
川
発
言
〕。

１３０
（

）

日
本
新
聞
協
会
研
究
所
編
・
前
掲
注（
８
）九
〇
頁
。

１３１
（

）

飯
室
・
前
掲
注（

）一
四
〇
頁
。

１３２

４６

（

）
「
取
材
源
の
秘
匿
」
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
の
自
由
に
と
っ
て
言
う
ま
で
も
な
く
決
定
的
に
重
要
で
あ

１３３る
。
こ
の
点
、
民
事
事
件
で
は
あ
る
も
の
の
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
三
日
の
最
高
裁
決
定
が
、
広
く
認
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
鈴
木
秀
美

「
判
批
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
〔
第
五
版
〕
一
五
六
頁
参
照
。
名
誉
毀
損
法
理
と
の
関
係
で
は
、
取
材
源
秘
匿
が
違
法
視
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
取
材
源
秘
匿
の
ま
ま
で
真
実
性
・
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
る
）
方
向
に
向
か
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

（

）

広
田
健
一
「
最
低
限
の
『
裏
付
け
取
材
』
を
怠
る
一
部
週
刊
誌
の
実
態
」
潮
二
〇
〇
六
年
一
一
月
号
三
四
二
頁
。

１３４
（

）

堀
部
政
男
「
マ
ス
コ
ミ
と
人
権
」
ジ
ュ
リ
四
四
九
号
五
六
─
五
八
頁
（
一
九
七
〇
）。

１３５
（

）

飯
室
・
前
掲
注（

）一
二
〇
頁
。

１３６

４６

（

）

最
大
判
昭
和
三
一
年
七
月
四
日
民
集
一
〇
巻
七
号
七
八
五
頁
。
蟻
川
恒
正
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
一
四
二
頁
参
照
。

１３７
（

）

佐
藤
・
前
掲
注（

）五
〇
七
─
〇
九
頁
。

１３８

５１

（

）

平
川
宗
信
「
名
誉
毀
損
罪
と
表
現
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
六
五
三
号
五
三
頁
（
一
九
七
七
）、
平
川
・
前
掲
注（

）八
六
頁
。

１３９

１５

（

）

佐
藤
・
前
掲
注（

）四
五
二
頁
。

１４０

８４

（

）

尾
吹
・
前
掲
注（

）二
一
頁
参
照
。

１４１

２１

（

）

東
京
地
判
昭
和
二
五
年
七
月
一
三
日
下
民
集
一
巻
七
号
一
〇
八
八
頁
は
、
報
道
機
関
が
被
疑
事
件
に
関
連
し
て
犯
罪
の
動
機
、
容
疑
者
の

１４２経
歴
、
性
格
、
家
庭
の
状
況
な
ど
を
報
じ
る
場
合
、「
新
聞
紙
の
社
会
的
報
道
機
関
と
し
て
の
正
当
業
務
の
行
為
に
属
す
る
」
と
評
価
す
る
。
大

判
昭
和
一
三
年
一
二
月
一
五
日
刑
集
一
七
巻
二
三
号
九
二
七
頁
は
、
新
聞
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
刑
法
三
五
条
の
正
当
行
為
を
援
用
し
て

免
責
し
た
。
正
当
行
為
に
つ
い
て
、
尾
吹
善
人
「
判
批
」
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
一
八
頁
参
照
。
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（

）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）〔
増
補
二
版
〕』
一
一
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
）。

１４３
（

）

最
大
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
。

１４４
（

）

駒
村
・
前
掲
注（
７
）一
七
六
頁
。

１４５
（

）

山
川
洋
一
郎
「
表
現
の
自
由
と
名
誉
毀
損

─
公
共
の
関
心
事
を
め
ぐ
る
問
題
」
清
水
英
夫
教
授
還
暦
記
念
『
法
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』

１４６三
五
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
）。

（

）

佃
・
前
掲
注（

）二
二
六
─
二
七
頁
。

１４７

１３

（

）

花
田
達
朗
『
メ
デ
ィ
ア
と
公
共
圏
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）、
本
秀
紀
「『
市
民
的
公
共
圏
』
と
憲
法
学
・
序

１４８説
」
法
時
七
三
巻
一
号
六
二
頁
（
二
〇
〇
一
）
な
ど
参
照
。
棟
居
快
行
「
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
再
訪
」
高
田
敏
先
生
古
稀
記
念
『
法
治
国

家
の
展
開
と
現
代
的
構
成
』
四
、
一
二
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
七
）
で
は
、「
国
家
と
社
会
の
二
元
論
」
が
説
く
国
家
─
国
民
と
い
う
関
係
、

す
な
わ
ち
「
公
共
空
間
」
と
、
社
会
─
個
人
と
い
う
関
係
、
す
な
わ
ち
「
私
的
空
間
」
に
あ
っ
て
、「
人
格
権
的
権
利
と
し
て
分
類
さ
れ
る
名
誉

権
に
つ
い
て
は
、
…
…
『
公
共
空
間
』
に
お
け
る
『
公
民
』
に
付
随
し
た
権
利
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（

）

松
井
・
前
掲
注（
１
）一
〇
二
、
一
〇
六
頁
。

１４９
（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）『
憲
法
』
一
七
八
頁
。

１５０

８３

（

）

長
谷
部
・
前
掲
注（

）一
六
四
頁
で
は
、
公
人
に
は
マ
ス
コ
ミ
な
ど
を
通
じ
て
反
論
す
る
機
会
が
十
分
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
般
市
民

１５１

８９

と
区
別
す
る
こ
と
に
は
一
応
の
理
由
が
あ
る
か
に
見
え
る
と
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
は
、
表
現
の
自
由
を
広
範
に
保
護
す
る
一
方

で
、
名
誉
を
尊
重
す
る
人
々
を
政
治
の
世
界
か
ら
排
除
す
る
効
果
を
も
持
つ
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
に
お
け
る
名
誉
毀
損
訴
訟
で
の
損
害
賠
償
額

の
水
準
は
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
て
相
当
低
い
た
め
萎
縮
効
果
も
さ
ほ
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
同
法
理
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
を
限
定
す
る
必

要
性
も
低
い
は
ず
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
名
誉
を
尊
重
す
る
人
々
が
同
法
理
の
制
約
を
自
ら
受
忍
し
た
う
え
で
政
界
入
り
す
る
可

能
性
も
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
は
高
額
化
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
時
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
必
ず

し
も
的
を
射
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

（

）

山
田
・
前
掲
注（
９
）二
二
四
頁
、
山
田
・
前
掲
注（

）一
九
〇
頁
。

１５２

１０

（

）

R
O
D
N
E
Y
A
.
S
M
O
LLA ,

L
A
W
O
F
D
E
FA
M
A
T
IO
N
2-24

(2nd
ed.
2002).

１５３
（

）

山
元
・
前
掲
注（

）一
四
頁
。
民
事
・
刑
事
二
本
立
て
責
任
追
及
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
奥
平
・
前
掲
注（
９
）一
四
一
─
四
二
頁
。

１５４

１６
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（

）

清
水
・
前
掲
注（

）一
八
二
頁
。

１５５

１０

（

）

奥
平
・
前
掲
注（

）二
七
九
頁
。

１５６

８６

（

）

棟
居
・
前
掲
注（

）一
七
頁
で
は
、
政
治
家
な
ど
の
公
人
の
場
合
、「
公
共
空
間
」
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
で
の
振
る
舞
い
に

１５７

１４８

よ
っ
て
特
定
の
個
性
（
擬
似
人
格
）
を
帯
び
、
そ
の
結
果
、
十
分
な
言
論
を
尽
く
し
て
い
な
い
の
に
無
批
判
的
な
支
持
を
得
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
う
し
た
支
持
は
本
来
対
等
の
ア
ク
タ
ー
間
の
徹
底
し
た
討
議
と
い
う
観
点
か
ら
は
夾
雑
物
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、「
そ
れ
を
破
壊
す
る

名
誉
毀
損
表
現
は
、
真
実
性
・
相
当
性
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
『
公
共
空
間
』
の
維
持
に
と
っ
て
好
ま
し
い
」
と
分
析
す
る
。

（

）

松
井
・
前
掲
注（

）一
一
〇
頁
。

１５８

３１

（

）

阪
本
昌
成
『
憲
法
２

基
本
権
ク
ラ
シ
ッ
ク〔
第
二
版
〕』
一
二
六
頁
（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。
坪
井
明
典
「
報
道
の
自
由

１５９と
名
誉
保
護
と
の
調
和

─
相
当
性
の
法
理
の
再
考
を
」
自
由
と
正
義
二
〇
〇
五
年
九
月
号
一
三
八
頁
以
下
で
は
、
私
人
報
道
に
は
無
過
失
責

任
を
、
公
人
報
道
で
は
相
当
性
理
論
を
緩
和
し
て
事
実
上
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
に
近
い
レ
ベ
ル
を
、
と
主
張
し
て
い
る
。

（

）

最
三
小
判
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
判
時
一
八
〇
二
号
六
〇
頁
。
曽
我
部
真
裕
「
判
批
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ〔
第
五
版
〕
一
四
〇
頁
、
棟
居

１６０快
行
「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
一
五
〇
頁
参
照
。

（

）

最
三
小
判
平
成
六
年
二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
。
田
島
泰
彦
「
判
批
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ〔
第
五
版
〕
一
三
八
頁
、
大
石
泰
彦

１６１「
判
批
」
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
九
二
頁
参
照
。

（

）

芦
部
・
前
掲
注（

）三
五
五
頁
。

１６２

１４

（

）

R
osenblatt

v.
B
aer,

383
U
.S.
75,
85
(1966).

１６３
（

）

小
林
節
「
有
名
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
報
道
の
自
由
」
新
聞
研
究
四
三
三
号
二
四
頁
（
一
九
八
七
）。

１６４
（

）

東
京
地
判
平
成
八
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
一
六
一
九
号
一
〇
四
頁
。

１６５
（

）

東
京
地
判
昭
和
六
三
年
七
月
二
五
日
判
時
一
二
九
三
号
一
〇
五
頁
。

１６６
（

）

東
京
地
判
平
成
五
年
五
月
二
五
日
判
タ
八
二
七
号
二
二
七
頁
。

１６７
（

）

松
井
・
前
掲
注（
９
）「
名
誉
毀
損（
四
・
完
）」
五
九
─
六
〇
頁
、
松
井
・
前
掲
注（

）一
一
二
頁
。
駒
村
・
前
掲
注（
７
）二
〇
五
─
〇
六

１６８

３１

頁
は
、
公
職
者
に
限
定
し
て
真
実
性
・
相
当
性
の
立
証
責
任
を
原
告
に
転
換
す
る
こ
と
、
ま
た
は
公
的
人
物
を
含
め
公
人
全
体
に
現
実
的
悪
意

の
法
理
を
導
入
し
、「
危
険
負
担
」
と
「
反
論
能
力
」
の
二
つ
で
絞
り
を
か
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

公人と名誉毀損（二・完）
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（

）

松
井
・
前
掲
注（
９
）「
名
誉
毀
損（
四
・
完
）」
五
三
─
五
四
頁
、
山
田
・
前
掲
注（
９
）二
一
九
─
二
四
頁
。

１６９
（

）

ド
イ
ツ
の
「
造
形
美
術
及
び
写
真
に
よ
る
著
作
物
の
著
作
権
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
あ
る
人
の
肖
像
を
同
意
な
く
流
布
・
公
表
す
る
こ

１７０と
は
許
さ
れ
な
い
が
、「
現
代
史
の
領
域
か
ら
の
肖
像
」
を
例
外
と
し
て
い
る
。
通
説
は
、
描
写
対
象
が
現
代
史
の
人
物
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ

が
「
現
代
史
の
領
域
か
ら
の
肖
像
」
に
な
る
と
解
し
て
お
り
、
現
代
史
の
「
人
物
」
は
、
絶
対
的
人
物
と
相
対
的
人
物
に
区
別
さ
れ
る
と
解
さ

れ
て
き
た
。
前
者
は
、
政
治
家
や
有
名
な
俳
優
な
ど
特
定
の
出
来
事
と
は
無
関
係
に
常
に
世
間
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
人
物
を
い
い
、
後
者
は
、

あ
る
特
定
の
出
来
事
と
の
関
係
で
匿
名
性
を
失
っ
た
人
物
を
い
う
。
鈴
木
秀
美
「
有
名
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
写
真
報
道
の
自
由
・
再
考

─

欧
州
人
権
裁
判
所
モ
ナ
コ
・
カ
ロ
リ
ー
ヌ
王
女
事
件
判
決
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
影
響
」
法
学
研
究
七
八
巻
五
号
二
四
六
頁
（
二
〇
〇
五
）。

（

）

駒
村
・
前
掲
注（
７
）一
七
九
、
二
〇
六
頁
。

１７１
（

）

佐
藤
・
前
掲
注（

）五
二
七
頁
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
関
す
る
検
討
で
あ
る
が
、
統
治
に
責
任
あ
る
公
務
員
か
、
公
的
存
在
か
、
純

１７２

８４

然
た
る
私
人
か
と
い
う
被
害
者
の
性
格
、
及
び
統
治
過
程
に
直
接
関
係
す
る
事
項
か
、
公
の
利
益
に
関
わ
る
事
項
か
、
全
く
の
私
的
事
項
か
と

い
う
公
表
事
実
の
性
質
を
も
考
慮
し
つ
つ
、
自
由
な
情
報
流
通
を
不
当
に
阻
害
し
な
い
よ
う
慎
重
な
配
慮
が
要
請
さ
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。

（

）

佐
藤
・
前
掲
注（

）五
一
八
頁
で
は
、
表
現
の
類
型
論
の
典
型
は
、
公
的
言
論
の
絶
対
性
を
説
く
と
こ
ろ
に
特
徴
を
持
つ
が
、
私
的
言
論

１７３

８４

と
の
区
別
の
困
難
さ
、
絶
対
性
の
貫
徹
の
不
可
能
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
う
る
、
と
し
て
い
る
。

（

）

東
京
地
判
平
成
一
三
年
四
月
二
四
日
判
時
一
七
六
七
号
三
二
頁
。
松
井
茂
記
「
判
批
」
法
時
七
四
巻
四
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
二
）。

１７４
（

）

東
京
地
判
平
成
一
五
年
八
月
一
八
日
。
本
判
決
で
も
、
現
実
的
悪
意
の
法
理
の
主
張
は
斥
け
て
い
る
。

１７５
（

）

最
一
小
判
平
成
一
七
年
六
月
一
六
日
判
時
一
九
〇
四
号
七
四
頁
。

１７６
（

）

賠
償
額
の
高
額
化
に
つ
い
て
は
東
京
地
方
裁
判
所
損
害
賠
償
訴
訟
研
究
会
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
訴
訟
の
研
究
と
提
言
」

１７７ジ
ュ
リ
一
二
〇
九
号
六
三
頁
（
二
〇
〇
一
）
参
照
。

（

）

懲
罰
的
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
藤
倉
・
前
掲
注（

）四
七
九
頁
参
照
。

１７８

６８

（

）

山
田
健
太
『
法
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
三
三
四
─
三
八
頁
（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
四
）。

１７９

論 説
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